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【
研
究
ノ
ー
ト
】

漢
詩
の
教
材
研
究

1
対
比
の
視
点
か
ら
杜
甫
「
絶
句
」
を
読
む
－

酉

　

一

夫

一

　

は

じ

め

に

中
学
校
国
語
教
科
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
漢
詩
教
材
の
一

つ
に
杜
甫
の
「
絶
句
」
が
あ
る
。

絶
句
　
　
杜
甫

江
は
碧
に
し
て
鳥
は
遜
よ
白
く

山
は
青
く
し
て
花
は
然
え
ん
と
欲
す

今
春
看
す
又
過
ぐ

何
れ
の
日
か
是
れ
帰
年
な
ら
ん

光
村
図
書
『
国
語
2
』
　
で
は
、
訓
読
文
を
上
段
に
、
訓
点
を
附

し
た
原
文
を
下
段
に
配
し
た
体
裁
を
取
り
、
こ
れ
に
石
川
忠
久
氏

の
解
説
・
鑑
賞
文
が
附
さ
れ
て
教
材
化
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

本
ノ
ー
ト
で
は
、
こ
の
詩
を
取
り
上
げ
て
教
材
研
究
の
l
端
を

示す。

二
　
構
成
美

詩
全
体
の
構
成
に
つ
い
て
石
川
氏
は
、
解
説
・
鑑
賞
文
の
な
か

で
、
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

こ
の
詩
は
、
杜
甫
が
成
都
に
い
た
と
き
の
作
で
す
。
う
ち
続

く
戦
乱
を
避
け
て
、
友
人
を
頼
り
に
故
地
へ
来
た
の
で
す
。

ま
ず
、
こ
の
地
の
美
し
い
風
景
が
前
半
二
句
に
括
か
れ
ま
す
。

（
中
略
）
後
半
で
は
、
こ
の
風
景
を
前
に
し
た
作
者
の
思
い
が

歌
わ
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
五
言
絶
句
の
四
句
を
前
半
二
句
と
後
半
二
句
と
に
分
け

て
い
る
の
で
あ
る
。
く
わ
え
て
前
半
二
句
は
対
句
と
し
て
整
え
ら

れ
た
表
現
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
を
向
け
て
お
り
、
松
浦
友
久
氏

が
「
「
対
句
」
の
名
手
、
ま
た
「
律
詩
」
の
名
手
に
ふ
さ
わ
し
く
、
対
句

の
形
で
愛
諦
さ
れ
る
も
の
が
多
い
」
　
（
『
漢
詩
1
美
の
存
り
か
－
』
岩

波
新
書
）
　
と
述
べ
て
本
詩
の
前
半
二
句
を
例
証
と
し
て
取
り
上
げ

る
よ
う
に
、
対
句
と
し
て
の
構
成
美
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
白

髪
三
千
丈
」
（
李
白
「
秋
浦
の
歌
、
其
の
十
五
」
）
等
の
よ
う
に
一
句
で

愛
さ
れ
る
詩
句
と
は
受
容
の
あ
り
方
が
異
な
り
、
二
句
な
い
し
四

句
で
引
用
す
る
　
『
和
漢
朗
詠
集
』
　
の
よ
う
な
形
式
に
近
い
と
言
え

よ
う
。さ

ら
に
色
彩
的
に
対
句
を
仕
上
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
対
句
の

構
成
美
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
色
対
の
「
碧
・
青
」
「
自
・
然
（
燃
）
」
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を
は
じ
め
と
し
て
、
「
江
・
山
」
「
鳥
・
花
」
と
言
っ
た
対
比
の
要
素

で
対
句
を
構
成
し
て
お
り
、
二
句
十
文
字
の
な
か
で
八
文
字
が
対

句
表
現
に
関
わ
る
。
ま
た
、
「
山
は
…
」
が
仰
角
と
な
り
、
「
江
は
…
」

が
僻
角
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
か
ら
空
間
的
な
広
が
り
を
持
た
せ

る
表
現
と
も
な
っ
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
山
川
の
表
現
に
同
系
色
の

「
碧
・
青
」
を
用
い
て
い
る
点
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
特

に
水
の
色
に
「
碧
」
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、

「
碧
」
な
る
水
の
　
〝
み
ど
り
〃
　
は
、
緑
は
緑
で
も
深
み
が
か
っ

た
濃
い
色
調
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
く
、
具
体

的
イ
メ
ー
ジ
と
な
る
と
、
や
は
り
あ
の
宝
石
の
エ
メ
ラ
ル
ド

あ
た
り
に
落
ち
着
く
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

（
向
島
成
美
『
漢
詩
の
こ
と
ば
』
大
修
館
書
店
）

と
の
指
摘
は
貴
重
で
あ
り
、
同
音
異
義
の
漢
字
学
習
に
も
有
効
で

あ
る
。
山
を
青
と
表
現
し
て
い
る
点
と
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
山
川

共
に
、
深
い
音
色
系
統
の
色
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
の
一
方
を
宝

玉
に
基
づ
く
語
で
表
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
春
景
色
の

中
に
蕩
々
と
流
れ
る
川
の
姿
を
、
こ
の
上
な
く
美
し
く
好
ま
し
く

描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
色
彩
語
に
つ
い
て
は
、

民
族
や
個
人
に
よ
っ
て
微
妙
な
異
な
り
が
生
じ
る
。
一
見
誰
に
で

も
了
解
さ
れ
や
す
い
表
現
で
は
あ
る
が
、
詩
人
た
ち
が
用
い
て
い

る
色
彩
語
に
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
託
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
慎

重
な
配
慮
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
。

み
て
き
た
よ
う
に
前
半
二
句
は
徹
底
し
た
対
句
と
し
て
構
成
さ

れ
て
い
る
の
と
較
べ
て
後
半
の
二
句
に
は
対
句
を
意
識
さ
せ
る
要

素
は
全
く
と
言
っ
て
認
め
ら
れ
な
い
。
石
川
氏
の
解
説
文
で
も
後

半
二
句
に
つ
い
て
は
、
対
句
表
現
に
つ
い
て
の
言
及
は
見
ら
れ
な

い
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
前
半
と
後
半
で
は
表
現
構
成
に
違
い
が
存

す
る
の
で
あ
る
。
対
句
の
有
無
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
対
照

的
な
関
係
を
な
し
て
お
り
、
前
半
二
句
の
対
句
に
よ
る
構
成
意
識

の
高
さ
と
後
半
二
句
の
対
句
を
使
用
し
な
い
表
現
構
成
と
い
う
対

比
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三
　
表
現
美

前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
な
対
句
表
現
を
中
心
と
し
た
構
成
美
は
、

形
式
の
み
な
ら
ず
、
表
現
に
も
影
響
を
あ
た
え
て
い
る
。

前
半
二
句
の
対
句
に
よ
る
表
現
は
叙
景
で
あ
り
、
色
対
に
よ
る

表
現
効
果
は
「
な
ん
と
も
鮮
や
か
な
春
景
色
が
浮
か
び
ま
す
」
と
石

川
氏
が
述
べ
る
通
り
で
あ
ろ
う
。
対
す
る
後
半
二
句
で
は
作
者
杜

甫
の
心
情
が
ま
と
め
ら
れ
、
抒
情
的
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
故

郷
を
離
れ
て
い
つ
帰
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
不
安
な

心
情
を
前
半
の
春
景
色
の
中
で
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点

も
石
川
氏
が
「
異
郷
の
明
る
い
春
景
色
の
中
で
、
悲
し
み
に
沈
む
作

者
の
姿
が
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
」
る
と
い
う
。

対
句
を
多
用
し
た
前
半
の
叙
景
と
対
句
を
用
い
ず
に
帰
郷
の
か
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な
わ
な
い
不
安
な
心
情
を
述
べ
る
後
半
と
は
、
叙
景
と
抒
情
と
い

う
対
比
を
持
ち
な
が
ら
、
さ
ら
に
美
し
く
明
る
い
春
景
色
の
明
と
、

い
つ
か
な
う
と
も
し
れ
な
い
帰
郷
へ
の
思
い
を
、
色
彩
語
彙
を
用

い
ず
に
語
る
晴
と
の
対
比
を
構
成
し
て
い
る
と
理
解
で
き
よ
う
。

特
に
後
半
の
対
句
を
用
い
て
い
な
い
表
現
は
、
作
者
の
不
安
で
穏

や
か
で
な
い
心
情
を
効
果
的
に
表
現
で
き
て
い
る
と
言
え
る
の
で

は
な
い
か
。

眼
前
の
自
然
の
景
色
が
美
し
け
れ
ば
美
し
い
ほ
ど
、
自
ら
の
思

い
を
叶
え
ら
れ
な
い
心
情
は
千
々
に
乱
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う

し
た
内
に
秘
め
た
作
者
の
悲
し
み
を
前
半
と
後
半
の
対
比
を
通
し

て
一
蒼
の
詩
に
盛
り
込
ん
で
い
る
の
が
本
詩
な
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
本
詩
が
対
比
を
効
果
的
に
用
い
て
作

者
の
心
情
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

人
間
の
心
情
表
現
を
自
然
美
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
表
現
す
る
方

牡
は
決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
本
詩
と
共
に
教
材
化

さ
れ
て
い
る
同
時
代
人
李
白
の
「
黄
鶴
楼
に
て
孟
浩
然
の
広
陵
に

之
く
を
送
る
」
に
お
い
て
も
、
前
半
の
叙
景
と
後
半
の
抒
情
と
い
う

構
成
で
離
別
の
悲
し
み
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

普
遍
性
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
表
現
形
式
に
着
日
す
る
な
ら

ば
、
漢
詩
教
材
の
発
展
的
な
学
習
教
材
と
次
の
よ
う
な
作
品
と
の

読
み
比
べ
も
効
果
的
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
　
表
現
形
式
の
普
遍
性

う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春
日
に
ひ
ば
り
あ
が
り
心
悲
し
も
ひ
と

り
し
息
へ
ば
　
　
　
　
　
（
万
葉
集
・
四
二
九
二
・
大
伴
家
持
）

「
廿
五
日
作
歌
l
首
」
と
の
題
詞
が
附
さ
れ
、
作
品
と
作
者
に
関

す
る
注
記
が
存
す
る
短
歌
一
首
で
あ
る
。
こ
の
短
歌
の
作
者
は
、

杜
甫
（
七
二
一
～
七
七
〇
）
と
同
時
代
人
で
あ
る
大
伴
家
持
（
七
一

八
？
～
七
八
五
）
で
あ
る
。
彼
は
『
万
葉
集
』
の
編
碁
に
関
与
す
る

の
み
な
ら
ず
、
奈
良
時
代
を
代
表
す
る
歌
人
の
一
人
で
あ
る
。
こ

の
作
品
の
前
に
は
、
次
の
よ
う
な
短
歌
二
首
が
配
さ
れ
て
い
る
。

廿
三
日
依
レ
興
作
歌
二
首

春
の
野
に
霞
た
な
び
き
う
ら
が
な
し
こ
の
夕
影
に
鴬
鳴
く
も

（
四
二
九
〇
）

我
が
宿
の
い
さ
さ
群
竹
吹
く
風
の
音
の
か
そ
け
き
こ
の
夕
か

も

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

四

二

九

二

い
ず
れ
も
春
の
夕
刻
の
景
色
を
詠
ん
で
お
り
、
三
首
合
わ
せ
て

家
持
の
「
秀
歌
」
と
の
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
歌
群
で
も
あ
る

（
橋
本
達
雄
「
秀
歌
三
首
の
発
見
－
窪
田
空
穂
顕
彰
I
L
『
大
伴
家
持
作
品
論

故
』
瑞
暮
房
）
。

短
歌
に
は
漢
詩
に
指
摘
で
き
る
よ
う
な
対
句
は
存
し
な
い
も
の

の
、
上
三
句
に
詠
ま
れ
る
春
の
う
ら
ら
か
な
叙
景
と
下
二
句
の
孤

独
に
物
思
い
に
耽
る
歌
人
の
姿
が
対
比
的
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
明
暗
の
対
比
を
も
備
え
て
い
る
と
言
え
る
。
表
現
方
汝
は
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詩
と
歌
と
異
な
る
も
の
の
、
発
想
や
構
成
の
類
似
は
二
つ
の
作
品

に
共
通
し
て
い
る
。
海
を
隔
て
て
同
時
代
に
生
き
た
二
人
の
文
人

は
図
ら
ず
も
異
郷
に
あ
っ
て
望
郷
の
念
を
類
似
の
表
現
形
式
に
よ

っ
て
詩
と
し
た
の
で
あ
る
。

杜
甫
は
戦
乱
に
明
け
暮
れ
る
中
で
故
郷
へ
思
い
を
馳
せ
て
お
り
、

家
持
は
越
中
国
守
と
し
て
越
中
か
ら
故
郷
の
平
城
京
へ
と
思
い
を

馳
せ
る
。
い
ず
れ
も
望
郷
と
い
う
共
通
し
た
発
想
に
よ
る
作
品
で

あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
同
時
代
に
異
な
る
形
式
の
文
学
作
品
に

よ
っ
て
詠
ま
れ
た
内
容
に
普
遍
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

文
学
作
品
の
形
式
美
と
表
現
美
と
の
両
方
を
把
握
す
る
こ
と
で

理
解
は
よ
り
深
ま
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
に
し
　
か
ず
お
　
信
州
大
学
教
育
学
部
）


